
私
の
好
き
な
作
家
像

三
島
由
紀
夫
を
中
心
に

昭
和
四
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
一
一
一
島
由
紀
夫
が
自
衛
隊
に
乱

入
し
て
自
決
し
て
か
ら
、
私
は
こ
れ
ま
で
彼
の
文
学
や
、
作
家
と
し

て
の
生
き
方
に
関
心
を
持
ち
、
い
つ
か
私
な
り
の
三
島
由
紀
夫
像
を

捉
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

か
え
り
み
れ
ば
、
私
の
三
島
文
学
と
の
出
会
い
は
、
三
島
文
学
の

最
高
峰
と
言
わ
れ
る
『
金
閣
寺
』
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
に
読
ん
だ
小
説
も
多
い
は
ず
で
す
が
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
の
に
比
べ
る
と
、
『
金
閣
寺
』

だ
け
は
明
瞭
に
、
読
ん
だ
と
い
う
最
初
の
印
象
も
ハ
ッ
キ
リ
残
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。
特
に
『
金
閣
寺
』
の
最
後
の
場
面
、
金
閣
寺
を
焼

失
さ
せ
た
主
人
公
が
、
大
文
字
山
の
頂
き
ま
で
来
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
の

煙
草
を
喫
み
、
「
一
ト
仕
事
を
終
え
て
一
服
し
て
い
る
人
が
、
よ
く

そ
う
思
う
よ
う
に
、
生
き
よ
う
と
思
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
観
念
的
な
青
年
の
世
界
か
ら
、
散
文
的
に
「
生
き
る
」
大
人

の
世
界
へ
と
転
じ
る
象
徴
的
な
光
景
と
し
て
、
三
島
由
紀
夫
と
い
う

作
家
を
思
い
出
す
時
に
か
な
ら
ず
浮
か
ん
で
来
る
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ

で
し
た
。

ハ
回
卒

松

功

子

原

昭
和
三
十
一
年
『
金
閣
寺
』
が
刊
行
さ
れ
た
年
は
、
私
が
女
子
大

二
年
の
時
で
し
た
。
や
が
て
私
が
社
会
に
出
る
寸
前
に
ぶ
つ
か
っ
た

『
金
閣
寺
』
が
、
青
春
文
学
の
傑
作
と
定
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
小
説

だ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
や
は
り
不
思
議
な
出
会
い
と
い
う
も
の
を

憶
え
る
の
で
す
が
、
心
に
深
く
刻
ま
れ
て
残
る
文
学
作
品
と
い
う
も

の
は
、
そ
う
い
う
個
人
的
な
条
件
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の
な
の

で
し
ょ
う
。

昭
和
三
十
一
年
と
い
う
年
は
、
石
原
裕
次
郎
の
『
太
陽
の
季
節
』

が
出
た
年
で
も
あ
り
ま
す
。
昭
和
三
十
三
年
、
私
が
卒
業
し
た
年
に

は
、
大
江
健
三
郎
が
『
飼
育
』
で
芥
川
賞
を
受
け
て
い
ま
す
。
私
の

青
春
時
代
、
学
生
時
代
は
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
戦
後
の
新
し
い
作
品
、

新
人
が
続
々
と
登
場
を
始
め
た
時
代
で
し
た
。
世
の
中
は
、
も
は
や

戦
後
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
人
々
の
中
に
浸
透
し
、
文
化
面
で
は

大
衆
化
、
情
報
化
、
レ
ジ
ャ
ー
化
が
進
み
、
文
学
者
が
ス
タ
l
化
し
、

小
説
も
文
学
者
も
、
異
常
に
発
達
し
た
マ
ス
コ
ミ
の
中
に
呑
み
込
ま

れ
る
現
象
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
一
二
島
由
紀
夫
は
、
こ
う
い
う
時

代
背
景
の
中
で
、
正
統
な
由
緒
正
し
い
文
学
、
文
体
や
構
成
の
厳
し
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い
芸
術
至
上
主
義
者
と
し
て
の
評
価
を
決
定
し
ま
す
が
、
彼
の
文
学

の
最
高
峰
で
あ
る
『
金
閣
寺
』
を
境
に
、
そ
の
後
書
く
方
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
低
下
し
、
ボ
ク
シ
ン
グ
や
映
画
出
演
や
、
「
楯
の
会
」
結
成
な

ど
の
ジ
ャ

i
ナ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
話
題
の
方
で
注
目
を
集
め
、
次
第
に

国
粋
的
伝
統
主
義
思
想
の
傾
向
の
小
説
、
評
論
、
行
動
と
共
に
、
一

般
的
な
読
者
層
は
離
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
昭
和
四
十
五
年
、
自
衛
隊
総
監
室
の
割
腹
、
介
錯
な
ど
と

い
う
最
期
で
、
再
び
世
間
の
衆
白
を
集
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
昭

和
四
十
五
年
と
い
う
年
は
私
が
小
説
を
書
き
始
め
た
年
に
も
あ
た
る

の
で
、
彼
の
死
に
は
、
や
は
り
大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
彼
の

文
学
、
作
家
活
動
に
大
き
な
関
心
が
再
び
動
き
ま
し
た
。
「
小
説
と

は
、
本
質
的
に
方
法
論
を
摸
索
す
る
芸
術
で
あ
る
」
と
三
島
は
言
っ

て
ま
す
が
、
私
も
創
作
方
法
で
悩
ま
さ
れ
て
、
何
か
役
立
つ
こ
と
で

も
な
い
か
、
な
ど
現
実
的
な
必
要
も
感
じ
た
の
で
し
た
。

さ
て
、
三
島
由
紀
夫
は
大
正
十
四
年
生
ま
れ
、
戦
前
の
時
代
に
育

ち
、
文
学
青
年
と
し
て
「
日
本
浪
漫
派
」
の
影
響
を
受
け
、
昭
和
十

九
年
十
九
歳
で
処
女
作
品
集
『
花
ざ
か
り
の
森
』
を
遺
書
の
つ
も
り

で
刊
行
し
ま
す
。
遺
書
の
つ
も
り
と
言
う
の
も
、
当
時
の
青
年
達
の

共
通
の
終
末
観
に
近
い
も
の
で
、

〈
私
一
人
の
生
死
が
占
い
が
た
い
ば
か
り
か
、
日
本
の
明
日
の

運
命
が
占
い
が
た
い
そ
の
一
時
期
は
、
自
分
一
個
の
終
末
感
と
、

時
代
の
社
会
全
部
の
終
末
感
が
完
全
に
適
合
一
致
し
た
、
稀
に
み

る
時
代
で
あ
っ
た
〉

と
い
う
状
況
の
中
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
形
式
に
つ
い

て
は
、
二
向
山
紀
夫
は
文
庫
形
式
の
『
花
、
ざ
か
り
の
森
』
の
刊
行
に

当
た
っ
て
の
解
説
で

〈
一
九
四
一
年
に
書
か
れ
た
こ
の
リ
ル
ケ
風
な
小
説
に
は
、
今

で
は
何
だ
か
浪
漫
派
の
悪
影
響
と
若
年
寄
の
よ
う
な
気
取
り
ば
か

り
が
目
に
つ
い
て
仕
方
が
な
い
。
十
六
歳
の
少
年
は
、
独
創
性
へ

手
を
の
ば
そ
う
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
手
が
届
か
な
い
の
で
、
仕

方
な
し
に
気
取
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
因
み
に
言
う

が
、
本
短
編
集
の
題
名
は
ど
う
し
て
も
『
花
ざ
か
り
の
森
』
と
し

た
い
出
版
社
の
意
向
に
よ
っ
て
、
私
は
や
む
な
く
こ
れ
を
選
ん

だ〉と
書
い
て
い
ま
す
。

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
の
敗
戦
に
よ
り
、
日
本
の
青
年
が
戦
前

の
世
界
と
断
絶
し
新
し
い
時
代
へ
の
参
加
を
始
め
た
よ
う
に
、
彼
も

又
生
き
る
決
意
の
書
と
し
て
の
『
仮
面
の
告
白
』
を
、
浪
漫
性
を
捨

て
古
典
的
文
体
で
書
く
状
況
を
迎
え
ま
し
た
。
（
「
『
仮
面
の
告
白
』

ノ
l
ト
」
）
に
よ
れ
ば
、

〈
こ
の
本
は
私
が
今
ま
で
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
死
の
領
域
に
残

そ
う
と
す
る
遺
書
だ
。
こ
の
本
を
書
く
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
裏

返
し
の
自
殺
だ
。
飛
込
自
殺
を
映
画
に
と
っ
て
フ
ィ
ル
ム
を
逆
に

ま
わ
す
と
、
猛
烈
な
速
度
で
谷
底
か
ら
崖
の
上
へ
自
殺
者
が
飛
び

上
っ
て
生
き
返
る
。
こ
の
本
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
試
み

た
の
は
、
そ
う
い
う
「
生
の
回
復
術
」
で
あ
る
〉
と
。

以
後
彼
は
、
彼
の
文
学
の
ひ
と
つ
の
芸
術
的
完
成
で
あ
る
『
金
閣

寺
』
へ
向
け
て
、
同
時
に
繁
栄
す
る
高
度
経
済
成
長
期
の
只
中
へ
と

出
発
し
て
行
き
ま
す
。

金
閣
寺
焼
失
事
件
は
、
実
際
に
あ
っ
た
も
の
で
し
た
。
昭
和
一
一
十
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五
年
七
月
二
日
、
当
時
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
林
承
賢
の
放
火
に
よ
っ

て
起
こ
り
ま
し
た
。
か
れ
は
鹿
苑
寺
（
金
閣
寺
）
の
縦
弟
で
、
自
ら

自
分
の
行
為
に
つ
い
て
、
「
火
を
つ
け
た
こ
と
を
悪
い
と
は
思
わ
な

い
。
金
閣
寺
の
美
し
さ
を
求
め
て
毎
日
訪
れ
る
参
観
者
の
群
れ
を
見

る
に
つ
け
て
、
私
は
美
に
対
じ
、
ま
た
そ
の
階
級
に
対
し
て
、
次
第

に
反
感
を
強
く
し
て
行
っ
た
：
：
：
そ
の
あ
げ
く
悩
む
自
己
に
解
決
を

つ
け
る
た
め
、
社
会
革
新
の
立
場
か
ら
実
際
行
動
に
移
る
、
べ
き
だ
と

決
意
し
た
」
（
朝
日
新
聞
）
に
は
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
金
閣
寺
焼
失

事
件
に
つ
い
て
は
、
小
村
秀
雄
が
新
潮
の
評
論
で
取
り
上
げ
、
「
悲

し
い
哉
、
現
代
は
狂
人
に
充
ち
て
い
る
、
彼
は
意
志
を
病
ん
で
い

る
」
「
金
閣
寺
放
火
事
件
は
、
現
代
に
お
け
る
ま
こ
と
に
象
徴
的
事

件
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
一
二
島
も
こ
こ
に
触
発
さ
れ
て
、
時
代
と

自
己
の
内
的
要
求
を
仮
託
さ
せ
る
に
適
し
た
テ
l
マ
を
見
出
し
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
私
の
受
け
た
大
き
な
感
動
を
思
い
返
す
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
私
も
又
そ
の
時
代
の
雰
囲
気
に
敏
感
に
反
応

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
高
校
時
代
、
文
学
少
女
だ
っ
た
仲

間
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
、
最
も
愛
読
さ
れ
て
い
た
の
に
、
サ
ル
ト
ル

や
カ
ミ
ユ
の
小
説
で
あ
り
ま
し
た
し
、
新
し
い
時
代
の
雰
囲
気
は
、

戦
前
か
ら
の
女
生
徒
だ
け
の
静
か
な
学
園
に
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た

の
で
す
。

こ
の
数
年
で
、
二
一
島
の
小
説
を
、
読
み
返
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た

が
、
学
生
時
代
か
ら
す
る
と
三
十
年
を
経
た
私
が
最
も
興
味
を
感
じ

た
の
は
、
『
音
楽
』
と
い
う
小
説
で
し
た
。
『
金
閣
寺
』
は
確
か
に
完

成
度
の
高
い
秀
れ
た
芸
術
作
品
と
認
め
ま
す
が
、
や
は
り
青
春
文
学

の
枠
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
最
終
場
面
の

散
文
的
に
「
生
き
る
」
と
い
う
決
意
か
ら
、
青
年
に
と
っ
て
本
当
の

人
生
が
始
ま
る
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
幕
を
閉
じ
て
し
ま
う
『
金
閣

寺
』
は
、
三
十
年
経
っ
て
み
る
と
、
や
は
り
青
春
と
い
う
一
時
期
の

枠
組
の
中
か
ら
、
組
み
立
て
ら
れ
た
小
説
で
あ
る
、
と
い
う
感
慨
が

起
き
る
の
で
す
。

『
音
楽
』
と
い
う
小
説
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
十
年
、
三
島

四
十
歳
で
、
こ
の
年
に
は
三
島
の
晩
年
の
作
に
な
る
『
豊
鶴
の
海
』

第
一
巻
『
春
の
雪
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
婦
人
公
論
』
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
私
も
確
か
二
、
三
回
は
読
ん
だ
記
憶
が
あ
り

ま
す
が
、
ま
と
ま
っ
た
の
を
読
ん
だ
の
は
四
十
五
年
以
降
に
な
り
ま

す。
婦
人
公
論
と
い
う
女
性
読
者
層
を
意
識
し
て
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ

ン
ト
的
な
、
非
常
に
面
白
く
、
よ
く
出
来
た
読
物
で
す
が
、
作
者
自

ら
こ
う
い
っ
た
種
の
傾
向
の
小
説
、
昭
和
三
十
一
年
の
「
永
す
ぎ
た

春
」
か
ら
、
「
お
嬢
さ
ん
」
「
複
雑
な
彼
」
な
ど
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ

ン
ト
と
呼
ん
で
ま
す
が
、
彼
の
主
流
の
作
品
の
厳
密
な
文
体
で
な
く
、

い
か
に
も
肩
を
ぬ
い
た
気
取
ら
な
い
、
し
か
も
彼
ら
し
い
特
色
の
作

品
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
の
結
末
が
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
る
の

で
す
か
ら
、
非
常
に
悲
劇
的
結
末
を
辿
る
彼
の
作
品
か
ら
す
る
と
、

や
は
り
傍
流
と
し
て
位
置
す
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

一
二
島
自
身
が
音
楽
を
嫌
い
な
こ
と
は
、
『
小
説
家
の
休
暇
』
（
評
論

集
）
の
中
に
出
て
来
ま
す
。

〈
私
は
音
楽
会
へ
行
っ
て
も
、
私
は
ほ
と
ん
ど
音
楽
を
享
楽
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
意
味
内
容
の
な
い
こ
と
の
不
安
に
耐
え
ら
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れ
な
い
の
だ
、
音
楽
が
始
ま
る
と
、
私
の
精
神
は
あ
わ
た
だ
し
い

分
裂
状
態
に
見
舞
わ
れ
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
最
中
に
、
き
の
う
の

忘
れ
物
を
思
い
出
し
た
り
す
る
。

音
楽
と
い
う
も
の
は
、
人
間
精
神
の
暗
黒
な
深
淵
の
ふ
ち
の
と

こ
ろ
で
、
戯
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
う

い
う
怖
ろ
し
い
戯
れ
を
生
活
の
諭
楽
に
か
ぞ
え
、
音
楽
堂
や
美
し

い
客
間
で
音
楽
に
耳
を
傾
け
て
い
る
人
達
を
見
る
と
、
私
は
そ
う

い
う
人
た
ち
の
豪
胆
さ
に
お
ど
ろ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
ん

な
危
険
な
も
の
は
、
生
活
に
接
触
さ
せ
て
は
い
け
な
い
の
だ
〉

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
『
小
説
家
の
休
暇
』
は
昭
和
一
二
十
三
年
三

十
三
歳
、
『
金
閣
寺
』
の
一
年
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
創
作
力

の
も
っ
と
も
充
実
し
た
黄
金
期
と
い
う
時
期
に
書
か
れ
て
お
り
、
こ

の
中
に
は
後
の
三
一
島
文
学
に
見
出
さ
れ
る
観
念
が
出
そ
ろ
っ
て
い
る
、

と
今
か
ら
見
れ
ば
思
え
る
も
の
で
す
。

小
説
の
内
容
は
、
精
神
分
析
医
の
一
人
称
形
式
で
弓
川
麗
子
と
い

う
若
く
美
し
い
女
性
が
訪
れ
て
、
「
音
楽
が
聞
こ
え
な
い
」
と
治
療

を
受
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
そ
の
魅
力
的
な
、
不
感
包
症

の
女
性
に
振
り
回
さ
れ
が
ち
な
、
冷
静
な
合
理
主
義
者
の
汐
見
医
師

は
非
常
に
よ
く
描
け
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
三
島
の
こ
の
小
説

は
、
精
神
分
析
の
理
論
の
み
に
よ
っ
て
は
な
か
な
か
割
り
切
る
こ
と

の
出
来
な
い
、
人
間
精
神
の
深
奥
の
謎
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
の
が

テ
l
マ
の
小
説
だ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
精
神
分
析
医
の
汐
見
は
、
滑

稽
な
皮
肉
な
扱
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
も
当
然
で
す
が
、
同
時
に
又
、

い
か
に
も
人
間
的
な
一
面
を
も
っ
た
、
共
感
の
出
来
る
医
師
と
し
て

の
成
功
も
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
婦
人
公
論
の
女
性
向
け
の

小
説
と
し
て
書
か
れ
た
と
し
て
も
、
小
説
の
創
造
に
は
、
作
者
自
身

の
内
的
要
求
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、

音
楽
が
嫌
い
だ
と
い
う
一
二
島
の
固
定
観
念
が
、
こ
の
小
説
を
書
く
こ

と
の
出
発
に
あ
っ
た
の
は
確
か
で
す
。

音
楽
が
聞
こ
え
な
い
の
は
女
性
で
あ
り
、
音
楽
が
聞
こ
え
な
い
そ

の
理
由
は
、
弓
川
麗
子
が
男
性
を
愛
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
不
感
症

が
原
因
で
あ
る
、
と
い
か
に
も
、
通
俗
的
な
精
神
分
析
の
案
内
書
に

書
か
れ
て
い
る
症
例
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
三
一
島
に
一

体
、
音
楽
が
嫌
い
だ
と
い
う
固
定
観
念
を
深
層
心
理
に
刻
み
つ
け
た

も
の
、
こ
れ
が
問
題
な
の
で
す
が
、
三
島
は
、
「
音
は
む
こ
う
か
ら

や
っ
て
来
て
、
私
を
包
み
こ
も
う
と
す
る
。
そ
れ
が
不
安
で
、
抵
抗

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
普
通
の

人
は
、
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
音
に
抵
抗
な
く
包
ま
れ
て
、
音
楽

を
楽
し
む
も
の
で
す
。

小
説
の
中
で
は
、
作
者
は
｜
1
1
精
神
分
析
医
の
汐
見
の
手
を
借

り
て
、
弓
川
麗
子
の
深
層
意
識
を
辿
り
何
故
、
音
楽
が
聞
こ
え
な
く

な
っ
た
か
、
い
や
そ
れ
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
抵
抗
の
原
因
と
な
る

も
の
を
探
り
当
て
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
弓
川

麗
子
自
身
、
が
自
分
で
は
ど
う
し
て
も
意
識
化
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、

幼
な
い
頃
の
兄
と
の
近
親
相
姦
的
な
体
験
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。
そ

こ
に
自
分
が
気
付
く
こ
と
に
よ
り
、
弓
川
麗
子
は
、
自
分
の
心
を
解

き
放
ち
、
音
楽
が
素
直
に
聞
け
る
、
即
ち
男
性
を
愛
す
る
こ
と
の
出

来
る
女
性
へ
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
解
決
し

ま
す
。三

島
の
幼
児
環
境
が
、
非
常
に
特
殊
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
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よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
簡
単
な
年
譜
に
も
、
生
後
六
ヶ

月
で
母
親
の
手
許
か
ら
離
さ
れ
、
病
身
の
祖
母
の
許
で
育
ち
、
十
三

歳
で
両
親
や
妹
弟
の
家
に
帰
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
昭
和
二
十
三
年
の
短
編
「
椅
子
」
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
の
世
界

が
、
私
小
説
風
に
ハ
ッ
キ
リ
と
描
か
れ
て
い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

思
わ
れ
て
い
た
『
仮
面
の
告
白
』
の
部
分
も
、
ほ
と
ん
ど
事
実
で

あ
っ
た
‘
こ
と
を
証
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
全
生
涯
と

作
品
を
見
渡
せ
る
地
点
に
立
っ
た
か
ら
こ
そ
わ
か
る
の
で
す
が
、
今

と
な
っ
て
何
が
『
仮
面
の
告
白
』
で
あ
っ
た
の
か
：
：
：
と
私
は
思
っ

た
の
で
し
た
が
、
昭
和
二
十
四
年
と
い
う
当
時
の
戦
後
価
値
観
の
強

か
っ
た
社
会
背
景
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
『
仮
面
の
告

白
』
と
し
て
も
書
き
え
な
か
っ
た
幼
児
体
験
が
、
そ
こ
に
は
何
か

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
が
こ
こ
に
は
あ

り
ま
す
。

三
島
由
紀
夫
は
「
私
小
説
」
に
は
一
切
背
を
向
け
、
西
欧
風
の
ロ

マ
ネ
ス
ク
が
本
体
で
あ
る
こ
と
を
終
始
一
貫
と
し
て
小
説
の
信
条
と

し
て
、
そ
の
華
麗
な
実
験
を
行
っ
た
の
が
彼
の
作
品
、
と
い
う
の
が

周
知
の
評
価
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
「
私
小
説
」
は
書
こ
う
と

し
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
彼
ほ
ど
自
分
自
身
を
小
説
、
評
論
、
エ
ッ
セ

イ
、
戯
曲
に
語
っ
た
作
家
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が

し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
自
身
の
社
会
と
い
う
鏡
へ
向
け
て
自

分
自
身
を
確
か
め
る
自
己
存
在
の
手
段
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
言
葉

と
い
う
不
確
か
な
も
の
を
生
き
る
手
段
、
目
的
と
し
て
選
ん
だ
彼
に

は
、
そ
れ
が
も
う
当
然
の
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

三
島
由
紀
夫
の
自
伝
的
評
論
と
い
わ
れ
て
い
る
『
太
陽
と
鉄
』
の

中
で
、

〈
世
の
つ
ね
の
人
に
と
っ
て
は
、
肉
体
が
先
に
訪
れ
、
そ
れ
か

ら
言
葉
が
訪
れ
る
の
で
あ
ろ
う
に
、
私
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
言
葉

が
訪
れ
て
、
ず
っ
と
あ
と
か
ら
、
甚
だ
気
の
進
ま
ぬ
様
子
で
、
そ

の
と
き
す
で
に
観
念
的
な
姿
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
肉
体
が
訪
れ

た
が
、
そ
の
肉
体
は
云
う
ま
で
も
な
く
す
で
に
言
葉
に
蝕
ま
れ
て

い
た
〉

『
仮
面
の
告
白
』
が
生
へ
の
決
意
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
『
太
陽
と

鉄
』
は
、
死
へ
の
遺
書
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
し
た
が
、
一
方
、
彼

は
壮
年
に
達
し
、
充
実
し
た
幸
福
な
作
家
的
肖
像
と
世
上
に
は
与
え

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
作
家
と
い
う
生
き
方
は
、
非
常
に
困
難
な
問
題
を
、
そ
の

宿
命
の
中
に
含
ん
で
い
る
も
の
で
し
た
。
『
小
説
家
の
休
暇
』
の
中

で、
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〈
今
私
が
赤
と
思
う
こ
と
を
二
十
五
歳
の
私
は
白
と
書
い
て

い
る
。
し
か
し
四
十
歳
の
私
は
、
又
そ
れ
を
緑
と
思
う
か
も
し
れ

な
い
の
だ
。
そ
れ
な
ら
分
別
ざ
か
り
に
な
る
ま
で
、
小
説
を
書
か

な
け
れ
ば
よ
い
よ
う
な
も
の
だ
が
、
現
実
が
確
定
し
た
と
き
、
そ

れ
は
小
説
家
に
と
っ
て
の
死
で
あ
ろ
う
。
不
確
定
だ
か
ら
書
く
の

で
あ
る
。
四
十
歳
に
な
っ
て
書
き
始
め
る
作
家
も
、
四
十
歳
に
達

し
た
と
き
の
現
実
が
、
云
お
う
よ
う
な
く
不
安
に
見
え
出
す
と
こ

ろ
で
書
き
始
め
る
。
真
の
諦
念
、
真
の
断
念
か
ら
は
小
説
は
生
れ

ぬ
だ
ろ
う
。

プ
ル
ウ
ス
ト
は
コ
ル
ク
張
り
の
部
屋
に
入
っ
て
『
失
わ
れ
し
時

を
求
め
て
』
を
書
き
始
め
る
。
そ
れ
を
一
種
の
断
念
、
人
生
に
対



す
る
決
定
的
な
背
理
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

小
説
を
書
く
こ
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
生
を
堰
き
止
め
、

生
を
停
滞
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
〉
と
書
き
、
続
い
て

〈
小
説
家
の
問
題
は
、
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
な
が
ら
何

故
又
い
か
に
小
説
を
書
く
か
、
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
も
っ

と
普
遍
的
に
言
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
生
き
な
が
ら
何
故
又
い
か
に
芸

術
に
出
拘
わ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
〉

今
か
ら
読
む
か
ら
で
す
が
、
こ
れ
は
彼
の
人
生
の
予
言
の
よ
う
に
、

い
や
も
う
限
定
さ
れ
た
期
間
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
十
年

後
に
書
か
れ
た
『
荒
野
よ
り
』
（
昭
和
四
十
二
年
）
の
中
で
は
、
こ
う

書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
小
説
を
書
い
て
世
に
売
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
異
様
な
、

危
険
な
職
業
だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
時
折
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
私
は
言
葉
を
通
し
て
、
何
を
人
の
心
へ
放
射
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
？
芸
術
家
は
た
し
か
に
、
酒
を
売
る
人
に
似
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。
彼
の
作
品
に
は
酒
精
分
が
必
要
で
あ
り
、
酒
精
分
を
含

ま
ぬ
飲
料
を
売
る
こ
と
は
、
彼
の
職
業
を
自
ら
冒
徳
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
酪
町
を
売
る
の
で
あ
る
。
〉

〈
小
説
家
の
心
は
広
大
で
飛
行
機
も
あ
れ
ば
、
中
央
停
車
場
も

あ
る
。
中
央
駅
を
閤
ん
だ
道
路
は
四
通
八
通
し
、
ピ
ル
街
も
あ
れ

ば
、
商
店
も
あ
る
。
並
木
路
も
あ
れ
ば
、
住
宅
地
域
も
あ
る
。
郊

外
電
車
も
あ
れ
ば
、
団
地
も
あ
る
。
野
球
場
も
あ
れ
ば
劇
場
も
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
片
隅
の
ど
ん
な
細
路
も
私
は
通
じ
て
お
り
、
私

の
心
の
地
図
は
つ
ね
づ
ね
丹
念
に
折
り
畳
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
地
図
は
、
私
が
ふ
だ
ん
閑
却
し
て
い
る
大
き
な
地

域
に
つ
い
て
、
何
ら
誌
す
と
こ
ろ
は
な
い
。
私
は
そ
の
地
域
を
開

却
し
、
そ
こ
へ
目
を
向
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
所
在

は
否
定
出
来
な
い
。

そ
れ
は
私
の
心
の
部
屋
を
取
り
囲
ん
で
い
る
広
大
な
荒
野
で
あ

る
。
私
の
地
図
に
は
誌
さ
れ
ぬ
未
開
拓
の
荒
れ
果
て
た
地
方
で
あ

る
：
・
・
：
私
は
そ
の
荒
野
の
所
在
を
知
り
な
が
ら
、
つ
い
ぞ
足
を
向

け
ず
に
い
る
が
、
い
つ
か
そ
こ
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
又
い
つ

か
再
び
、
訪
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
〉

荒
野
と
は
孤
独
な
狂
気
の
世
界
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
予
期
し

て
い
た
荒
野
へ
、
三
島
は
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

一
般
に
は
時
代
逆
行
的
と
も
い
え
る
後
年
の
活
動
、
二
、
二
六
事
件

を
扱
っ
た
『
憂
国
』
、
自
衛
隊
へ
の
体
験
入
隊
、
「
楯
の
会
」
の
結
成

な
ど
、
あ
の
最
期
の
総
監
室
で
の
自
決
ま
で
続
く
荒
野
の
只
中
へ
の

道
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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作
家
は
結
局
、
処
女
作
に
回
帰
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま

す
。
彼
が
十
八
歳
の
時
の
『
中
世
に
お
け
る
一
殺
人
常
習
者
の
遺
せ

る
哲
学
的
日
記
の
抜
牽
』
を
指
し
て
、
「
こ
の
短
い
散
文
詩
風
の
作

品
に
あ
ら
わ
れ
る
殺
人
哲
学
、
殺
人
者
（
芸
術
家
）
と
航
海
者
（
行

動
派
）
の
対
比
、
な
ど
の
主
題
に
は
、
後
年
の
私
の
幾
多
の
長
篇
小

説
の
主
題
の
萌
芽
が
、
こ
と
ご
と
く
含
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

一
言
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
昭
和
十
八
年
と
い
う
戦
争
の
只

中
に
生
き
、
傾
き
か
け
た
大
日
本
帝
国
の
崩
壊
の
予
感
の
中
に
い
た

一
少
年
の
、
暗
胆
と
し
て
又
き
ら
び
や
か
な
精
神
、
そ
の
高
揚
が

び
っ
し
り
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
、
作



家
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
志
し
、
生
と
死
と
の
芸
術
家
の
宿
命
的
な

危
険
な
綱
渡
り
を
し
な
が
ら
、
白
己
の
精
神
に
次
第
に
暗
黒
の
部
分

を
広
げ
、
そ
の
み
か
え
り
と
し
て
功
成
り
と
げ
た
有
名
な
作
家
と
し

て
の
地
位
を
築
く
反
面
で
は
ま
た
最
初
の
終
戦
間
際
の
孤
独
な
、
夢

想
的
な
、
世
界
の
崩
壊
を
予
期
し
た
終
末
観
へ
の
回
帰
に
、
再
び

一
反
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

一
昨
年
辺
り
か
ら
、
雑
誌
の
特
集
を
始
め
、
単
行
本
、
新
聞
の

エ
ッ
セ
ー
な
ど
に
、
に
わ
か
に
三
島
論
、
が
出
は
じ
め
て
、
昭
和
六
十

二
年
は
、
オ
1
ル
読
物
の
新
年
号
の
野
坂
昭
如
『
小
説
三
島
由
紀

夫
』
群
像
の
対
談
「
一
一
一
島
由
紀
夫
、
日
本
人
の
自
決
」
新
潮
の
「
『
豊

蝕
の
海
』
解
読
」
な
ど
が
見
ら
れ
、
今
年
の
文
学
界
新
年
号
に
は
野

坂
昭
如
、
精
神
分
析
学
者
の
福
島
章
「
三
島
由
紀
夫
を
遡
る
」
を
掲

載
し
て
い
ま
す
。
『
音
楽
』
で
精
神
分
析
学
と
そ
の
価
値
を
大
い
に

批
判
し
た
三
島
に
は
腹
立
し
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中

で
福
島
氏
が

〈
ぽ
く
な
ん
か
は
商
売
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
病
理
の
ほ
う
だ
け

見
え
て
き
て
し
ま
う
の
で
す
。
で
も
ぼ
く
の
問
題
意
識
は
、
ど
う

し
て
も
こ
れ
ほ
ど
変
っ
た
人
が
、
こ
れ
だ
け
の
名
声
を
得
て
多
く

の
読
者
を
引
き
つ
け
て
い
る
か
、
そ
の
問
題
で
す
ね
。
確
か
に
今

『
仮
面
の
告
白
』
を
読
み
直
ピ
て
み
て
も
非
常
に
面
白
い
し
、
魅

力
的
な
ん
で
す
、
で
も
ど
う
し
て
お
も
し
ろ
い
の
か
ぼ
く
自
身
に

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
後
の
『
金
閣
寺
』
で
も
、
あ

る
い
は
『
鏡
子
の
家
』
で
も
、
か
な
り
病
的
な
体
験
み
た
い
な
も

の
を
書
い
て
い
ま
す
。
三
島
は
、
そ
う
い
う
病
的
な
体
験
を
普
通

の
心
理
学
的
な
理
解
に
応
用
で
き
る
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
と
い

う
感
じ
は
持
ち
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ほ

ど
狂
気
や
異
常
を
扱
っ
た
人
が
、
ど
う
し
て
こ
れ
だ
け
多
く
の
読

者
を
持
っ
て
昭
和
を
代
表
す
る
作
家
の
一
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る

か
、
そ
の
辺
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
〉

と
言
う
こ
と
で
す
が
、
精
神
分
析
学
者
の
閉
口
し
た
こ
の
言
葉
は
、

三
島
に
は
嬉
し
い
賛
辞
に
聞
こ
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
野
坂
氏
は

〈
昭
和
を
代
表
す
る
作
家
と
い
え
る
か
な
あ
。
作
品
よ
り
生
の

軌
跡
に
、
昭
和
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
：
：
：

つ
ま
り
、
彼
は
自
分
自
身
は
何
も
な
い
わ
け
で
、
他
者
を
少
な
く

と
も
認
識
で
き
な
い
以
上
、
小
説
を
書
け
る
わ
け
が
な
い
、
小
説

以
外
の
何
か
、
戯
曲
も
い
か
に
も
こ
し
ら
え
も
の
で
〉

と
言
っ
て
い
ま
す
。

私
が
三
島
の
小
説
を
今
回
読
み
通
し
て
、
ま
っ
た
く
残
念
に
思
っ

た
こ
と
は
、
作
品
中
の
女
性
が
生
き
た
女
性
と
し
て
の
感
触
が
感
じ

ら
れ
な
い
こ
と
で
し
た
。
以
前
よ
く
読
ん
で
い
た
頃
は
、
他
の
男
性

作
家
に
比
べ
て
、
女
性
が
多
彩
に
、
実
に
魅
力
的
に
書
け
て
い
る
と

思
っ
て
、
惹
か
れ
て
読
ん
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
今
度
読
ん
で
み
る

と
、
一
寸
い
か
に
も
表
面
は
女
性
の
心
理
が
上
手
く
摘
ん
で
書
い
て

あ
お
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
や
は
り
一
一
一
島
の
観
念
を
作
品
と
し
て
展

開
す
る
役
割
だ
け
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
三
島
は
「
女

嫌
い
に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
随
分
こ
っ
ぴ
ど
く
書
い
て

い
ま
す
。
女
性
を
愛
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
近
附
く
こ
と
も
恐
ろ
し

く
て
出
来
な
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。

女
は
バ
カ
だ
か
ら
と
か
、
子
供
の
時
分
に
、
女
の
子
の
意
地
の
悪

7 



日
口
九
四
日
付
か
！
日
引
い
同
門
店

斗
昨
日
い
い
い
れ
M
M
M
川
一
日
間
同
位
以

主
主
、
：
こ
っ
ち
の
怒
る
反
応
を
作

が
仕
掛
け
た
毘
が
あ
る
の
で
は
T
L

、
と
用
心
深
く
、
腹
を

名
は
楽
し
も
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
カ

立
て
た
ら
損
だ
と
い
う
気
持
に
な
ら
さ
れ
ま
す
。

く
、
逆
説
的
で
ド
グ
マ
的
な
印

一
体
に
彼
の
論
法
は
わ
か
り
t

は
1
M
U
口町、
h
U
H
q一
一
れ
は
片
山
口

す
。
一
方
で
は
『
金
閣
寺
』
な
ど
の
秀
れ
た
作
品
を
書
き
、
宿

命
的
な
矛
店
を
は
ら
む
文
学
と
実
生
活
と
の
危
険
を
綱
渡
り
の
よ
う

に
バ
ヲ
ン
ス
ゲ
一
一
取
り
、
作
家
と
し
て
芸
術
家
と
し
て
真
面
目
に
真
剣

に
取
り
組
ん
だ
作
品
の
の
軌
跡
を
残
し
た
作
家
も
少
な
い
と
思
う
の

で
す
。
そ
こ
が
や
は
り
私
の
好
き
な
作
家
の
一
人
な
の
で
す
。

。。




